
３．大学入学者選抜、
高等学校教育と大学教育の連携

（～昭和53年度）

１期校・２期校

・画一的な利用による大学の序列化

・輪切りの進路指導（「入りたい大学より入れる大学」）

・受験機会は１回

・私立大学の参加なし

・「受験競争」による高校教育への悪影響

・難問・奇問の続出

・特定の大学を中心に激しい「受験競争」

【改善点】

【課 題】

４６答申 ・調査書を選抜の基礎資料とすること。

・広域的な共通テストを開発し、高等学校間の評価水
準の格差を補正するための方法として利用すること。

・大学が必要とする場合、専門分野において重視され
る能力についてテストや論文、面接を行い、それらの
結果を総合的な判定の資料に加えること。

昭和60年

臨教審

一次答申

・学力検査の点数の客観性と公正性への過度な依存から選抜方法
や基準の多様化、多元化の推進

・偏差値偏重の受験競争の弊害を是正するため、大学は自由・個性
的な入学者選抜実施のため入試改革に取り組むべき。

・国公私立大学が自由に利用できる「共通テスト」を創設すべき。そ
の際、資格試験的な取扱いや複数回実施を検討すべき。

・偏差値重視の進路指導の改善、国立大学の受験機会の複数化な
どへの配慮の推進を図るべき。

共通一次学力試験の導入
・高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定
・難問・奇問を排した良質な問題
・２次試験との組合せによる多様な選抜 （面接，小論文，調査書等）
→これにより学力検査のみの「一発勝負」を是正

【課 題】

【国立大学の個別試験】

・受験機会は１期校、２期校より各１回（複数大学合格後
に入学大学の選択可）

（昭和54～61年度）

・受験機会は１回

・５教科７科目（昭和62年度から５教科５科目）
・私立大学の参加は１校のみ（昭和57年度～）

推薦入試の実施（昭和42年度大学入学者選抜実施要項から明記）
昭和42年度

・国立４大学、公立１大学、私立３３大学
平成24年度

・国立76大学、公立78大学、私立573大学

各大学における入学者選抜（～昭和53年度） 共通一次学力試験（昭和54年度～平成元年度）
昭和54年

大学入学者選抜の変遷について
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・入試の競争性の緩和を受けた選抜から接続への視点の転換

・入試の難易度等に基づく大学・卒業生の評価から卒業時における
質の確保の重視への転換

・学力検査による選抜が最も公平であるという根強い観念
・入試業務の負担の増大

大学入試センター試験の実施

・多様な利用方法により共通試験による「大学の序列化」・「輪切り
の進路指導」を是正

・私立大学の参加
国立大学の受験機会の複数化

平11接続答申、平12改善答申

・アドミッションポリシーの明確化とそれに基づく選抜方法の多様化、
評価尺度の多元化の推進

・外部試験の活用や作題における外部専門家の活用

・ＡＯ入試の適正かつ円滑な推進

・リスニングテストの導入

・センター試験におけるリスニングテストの導入（平成
18年度試験～）

・ＡＯ入試等を含めた入学方法の多様化の進展

・大学全入時代を迎え、選抜機能の低下と高校教育
における学習時間の減少

・学力把握措置のないＡＯ・推薦入試の増加

・学力不問入学者への初年次教育や補習教育への
対応による大学の負担増

・ＡＯ・推薦入試における適切な学力把握措置の実施

・高校修了時点における到達度を測るための新たな
共通試験（高大接続テスト）の検討

・高大の連携による入学前教育や入学後のリメディア
ル教育の充実

平20学士課程答申

【課 題】

【改善点】 【改善点】

【課 題】

【国立大学の個別試験】

・受験機会はＡ日程、Ｂ日程より各１回（複数大学合格後に入学大学の選択可）

・国公私立大学で利用
・「アラカルト方式」（教科数等、利用の仕方は各大学の自由）
・多様な入試資料の一つ（大学入試センター試験、個別試験、小論文、調査書等の適切な組合せ）

（平成元年度～）分離・分割方式

・受験機会は前期日程、後期日程より各１回（複数大学合格後の入学大学の選択不可）

（昭和62年度～平成８年度）連続方式

ＡＯ入試の実施
・平成２年度～慶応義塾大学で開始
・平成12年度～国立３大学で開始（東北大学、筑波大学、九州大学）

平成24年度
・国立47大学、公立23大学、私立460大学

平成２年
大学入試センター試験（平成２年度～）

大学入試センター試験の概要

【目的】
大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な

学習の達成の程度を判定することを主たる目的とし
て、大学が共同して実施。

【平成25年度大学入試センター試験】
１．試験期日

・本 試 験：平成２５年１月１９日（土）
２０日（日）

・追（再）試験 ：平成２５年１月２６日（土）
２７日（日）

※試験は1/13日以降の最初の土日に実施

３．志願者数、利用大学数等
・志願者数：５７３，３４４人

［対前年度＋１７，８０７人］
・試験場数：７０７会場

［対前年度▲２会場］
・利用大学数：６８３大学

［対前年度＋９大学］
１５７短期大学

［対前年度▲４短期大学］
（国公私別）

国立 82大学 [100％]
公立 81大学 [100％]
私立 520大学 [  90％]
公立 15短期大学[  83％]
私立 142短期大学[  43％]

試験日 試験教科・科目 試験時間

第1日
1/18
（土）

地理歴史 「世界史A」「世界史B」
「日本史A」「日本史B」
「地理A」「地理B」

2科目選択
9:30～11:40

1科目選択
10:40～11:40

公民 「現代社会」「倫理」
「政治・経済」
『倫理，政治・経済』

国語 『国語』 13:00～14:20

外国語 『英語』『ドイツ語』
『フランス語』『中国語』
『韓国語』

【筆記】
15:10～16:30

【リスニング】
『英語』のみ
17:10～18:10

第2日
1/19
（日）

理科 「理科総合A」
「理科総合B」
「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」
「生物Ⅰ」「地学Ⅰ」

2科目選択
9:30～11:40

1科目選択
10:40～11:40

数学① 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』 13:00～14:00

数学② 「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』
「工業数理基礎」
『簿記・会計』
『情報関係基礎』

14:50～15:50

【平成26年度試験時間割】
※出題教科科目数 ６教科29科目（第１回（平成２年） ５教科18科目）
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大学入試センター試験参加大学数及び志願者・受験者数の推移

（大学数） （人）

50万人

60万人

40万人

30万人

20万人

10万人

○平成２年度の第１回試験から平成25年度試験で24回目の実施（平成18年度試験から英語リスニングを実施し、平成25年度試験で８回目の実施）。

○参加大学については、第１回から年々増加しており、平成25年度試験参加大学数は国公私合計840大学（うち157短期大学）。

○志願者数については、平成15年度試験の602,887人がピーク。平成25年度試験の志願者数は573,344人（対前年17,807人増）。

独立行政法人大学入試センター公表資料を基に作成

センター試験受験者数と大学入学志願者に占めるセンター試験受験者数割合

408 

430 

446 

482 
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522 

535 

553 
549 

531 533 
539 

553 556 

540 

525 
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511 
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508 

521 
528 526 

543 

35.2%

35.9%
36.7%

39.9%

42.8%

46.1%

48.8%

52.9%

55.3%

57.0%

59.9%
61.2%

63.1%

65.0%
65.3%

65.8%

65.0%
66.3%

67.8%

68.8%

69.6%

71.4%
72.6%

73.4%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

350

400

450

500

550

H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24

（単位:千人） センター試験受験者数 大学入学志願者に占めるセンター試験受験者数の割合

文部科学省「学校基本調査」（平成25年度は速報値）、独立行政法人大学入試センター公表資料を基に作成 18



センター試験のみ

1,697人

1.8%

個別入試と併用

78,982人

82.0%

センター試験

利用入試

80,679人

83.7%

一般入試

80,679人

83.7%

AO入試・

推薦入試等

15,664人

16.3%

国公私計
【募集人員：570,238人】

国立大学
【募集人員：96,343人】

公立大学
【募集人員：26,606人】

私立大学
【募集人員：447,289人】

文部科学省大学入試室・独立行政法人大学入試センター調べ

国公私立大学（全731大学）のうち、651大学（全大学の89.1％）がセンタ－試験利用入試を行い、

うち、501大学（全大学の68.5％）がセンター試験のみで合否判定を行っているものの、募集人員は少ない。

注）平成22年度から公立化した静岡文化芸術大学、名桜大学は、私立大学に含む。

センター試験のみ

48,558人

8.5%
個別入試と併用

111,724人

19.6%

センター試験

利用入試

160,282人
28.1%

個別入試

（センター

不利用）

182,889人

32.1%

一般入試

343,171人

60.2%

AO入試・

推薦入試等

227,067人
39.8%

センター試験のみ

564人

2.1%

個別入試と併用

18,989人

71.4%

センター試験

利用入試

19,553人

73.5%

個別入試

（センター

不利用）

80人

0.3%

一般入試

19,633人

73.8%

AO入試・

推薦入試等

6,973人

26.2% センター試験のみ

46,297人

10.4%
個別入試と併用

13,753人

3.1%

個別入試

（センター不利用）

182,809人

40.9%

センター試験

利用入試

60,050人

13.4%

一般入試

242,859人

54.3%

AO入試・

推薦入試等

204,430人

45.7%

大学入試センター試験のみで合否判定を行う大学入試の状況（平成22年度入試）

平成１２年度(ＡＯ入試調査開始年度)に比べて、ＡＯ入試、推薦入試を経由した入学者が

大きく増加しており、入試方法の多様化が進んでいる。

【平成12年度】

65.8％
（389,851人）

31.7％
（188,083人）

1.1％
（6,827人）

1.4％
（8,117人）

（入学者計：592,878人）

【平成24年度】

56.2％
（333,889人）

34.8％
（206,942人）

8.5％
（50,626人）

0.5％
（2,901人）

（入学者計：594,358人）

（注）「その他」：専門高校・総合学科卒業生入試、社会人入試、帰国子女・中国引揚者等子女入試など 文部科学省大学入試室調べ

平成24年度入学者選抜実施状況の概要（平成12年度との比較）
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国公立大学では一般選抜が中心

私立では約半数がＡＯ入試、推薦入試を経由して入学している

一般入試 推薦入試 アドミッション・オフィス入試 その他

【国立大学】 【公立大学】 【私立大学】

（入学者計：464,589人）（入学者計：29,750人）（入学者計：100,019人）

84.1％
（84,097人）

12.4％
（12,428人）

0.7％
（639人）

2.9％
（2,855人）

73.3％
（21,815人）

24.0％
（7,153人）

0.7％
（221人）1.9％

（561人）

49.1％
（227,977人）

40.3％
（187,361人）

0.4％
（2,041人）10.2％

（47,210人）

文部科学省大学入試室調べ

平成24年度入学者選抜実施状況の概要（国公私立別）

ＡＯ入試を実施する学部の約９割は書類審査や面接による選抜を実施 （AO実施学部は1,307学部）。
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ＡＯ入試を実施する大学の約９割以上が８月～１０月に出願時期を設定。

学部数

大学数

文部科学省大学入試室調べ

平成24年度大学入学者選抜におけるＡＯ入試の実施状況について
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ＡＯ入試を実施する大学の約９割では、何らかの学力把握措置を講じていると回答。

国立大学

実施し
ている,

47,
100%

公立大学

実施し
ている,
22, 96%

実施し
ていな
い, 1,
4%

私立大学

実施し
ている,

427,
92%

実施し
ていな
い, 39,

8%

計

実施し
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93%

実施し
ていな
い, 40,

7%
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高等学校の教科

の評定平均値

学部数

文部科学省大学入試室調べ

平成24年度ＡＯ入試における学力把握措置状況

推薦入試を実施する学部の８割以上は書類審査や面接による選抜を実施し、６割が小論文を実施
（推薦実施学部は1965学部）。
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推薦入試を実施する大学の半数以上が１０月以前に出願時期を設定。

学部数

大学数

平成24年度大学入学者選抜における推薦入試の実施状況について

文部科学省大学入試室調べ 21



推薦入試を実施する大学の約９割では、何らかの学力把握措置を講じていると回答。

国立大学

実施し
ていな
い, 3,
4%
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73, 96%

公立大学
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ている,
75, 96%
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い, 3,
4%

私立大学
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い, 34,
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計
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の成績

資格・検定試験

等の成績

高等学校の教科

の評定平均値

学部数

平成24年度推薦入試における学力把握措置状況

文部科学省大学入試室調べ

【調査概要】全国の大学生4,101人の高校生活や受験期の学習について、振り返ってもらうインターネット調査の実施結果をもとに集計。
推薦・ＡＯ入試入学者のみ分析。「60以上」「50～59」「49以下」は、大学の入試難易度（進研模試の偏差値基準）を表している。

（出典）ベネッセ教育研究開発センター「大学生が振り返る大学受験調査（2012年）」

48.4%

36.4%

56.4%

10.2%

38.2%

16.0%

29.3%

16.4%

26.7%

59.4%

42.9%

37.9%

10.2%

33.1%

15.0%

25.9%

11.6%

24.7%

57.3%

40.4%

19.4%

6.7%

34.5%

9.7%

19.4%

8.7%

25.3%

早く進学先を決めたかったから

一般入試へ向けての受験勉強は大変だったから

高校のふだんの成績が優秀だったから

スポーツや文化活動などで優秀な成績を有したから

希望の大学には推薦・AO入試の方が一般入試より入りやすかったか
ら

一般入試だと受験勉強や受験料などにお金がかかるから

浪人したくなかったから

親が一般入試よりも推薦・AO入試を望んだから

高校の先生にAO・推薦入試を薦められたから

60以上（225） 50～59（441） 49以下（403）

大学志願動向等について
（１）AO・推薦入試の受験を選択する理由について

22



【調査概要】大学生を対象に、在学中の大学及び学部・学科の入学前の志望順位をアンケート調査。

（出典）ベネッセコーポレーション大学事業部「大学生基礎力調査Ⅰ（2011年）」

学部・学科

第一志望 第二志望
第三志望

以下

大

学

第一志望
16.4% 3.5% 0.9%

5,867人 1,250人 333人

第二志望
23.4% 7.8% 1.6%

8,386人 2,812人 574人

第三志望
以下

28.9% 8.9% 8.6%

10,337人 3,191人 3,075人

学部・学科

第一志望 第二志望
第三志望

以下

大

学

第一志望
74.1% 4.4% 0.7%

4,852人 286人 45人

第二志望
10.4% 3.5% 0.9%

679人 230人 58人

第三志望
以下

3.0% 1.6% 1.5%

194人 102人 100人

学部・学科

第一志望 第二志望
第三志望

以下

大

学

第一志望
8.6% 1.6% 0.5%

666人 120人 39人

第二志望
19.3% 6.5% 1.6%

1,493人 502人 120人

第三志望
以下

38.5% 11.0% 12.5%

2,973人 851人 965人

学部・学科

第一志望 第二志望
第三志望

以下

大

学

第一志望
64.1% 6.7% 1.1%

21,741人 2,258人 369人

第二志望
13.8% 5.0% 0.9%

4,690人 1,696人 307人

第三志望
以下

4.7% 1.9% 1.9%

1,580人 642人 659人

◆AO入試

◆一般入試 ◆センター試験利用

◆推薦入試

大学志願動向等について
（２）入試方法別大学志望度について

50.8 50.6 51.0 49.9

54.9 54.8 53.4 52.0

47.0 46.7
48.9 47.8

43.3 43.1
46.4 46.1

57.0 55.6 55.2 54.4

0

10

20

30

40

50

60

70

基礎学力総合 英語運用 日本語理解 判断推理

　(偏差値)

全体 一般 推薦 AO センター

【調査概要】大学１年生全体89,015人（一般入試36,052人、推薦入試34,421人、AO入試6,693人、センター試験利用7,775人、その他4,074人）を
対象に、基礎学力総合、英語運用、日本語理解、判断推理に関する基礎的な試験を実施した結果を集計。

（出典）ベネッセコーポレーション大学事業部「大学生基礎力調査Ⅰ（2011年）」

大学志願動向等について
（３）大学生の入試方法別基礎学力について
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※1 （出典）「ＯＥＣＤ INDICATORS 2012」（ドイツ及びイギリスは留学生を除いた進学率）
※2 「大学型高等教育」とは、主として理論中心・研究準拠型プログラムで、フルタイム履修期間3年以上（4年以上の場合が多い）。大学に限定されない。但し、アメリカは非大学型教育を含む。（改訂版・国際教育標準分類に準拠）
※3 「教育指標の国際比較（平成25（2013）年版）」のリセ（高校）及び職業リセからの高等教育機関（グランゼコールを含む）への進学率であり、「ＯＥＣＤ INDICATORS 2012」の定義とは異なっているため括弧書きで表記。
※4 （出典）「教育指標の国際比較（平成25（2013）年版）」

各国の大学入試について
国 名 ドイツ フランス イギリス アメリカ 日 本

大学型高等教育への進学
率（2010年）※1及び2 36% （約45%）※3 41% 74% 51%

大学進学のための主な後期
中等教育機関

ギムナジウム、総合制学校 リセ、職業リセ シックスフォーム、継続教育機関 ハイスクール 高等学校

大学進学のための主な後期
中等教育機関進学率※4 41% 87% 88% 93% 98%

入学者の決定方法

原則として、アビトゥーア取得者は希
望する大学、専攻に入学可能
※志願者が定員を上回ることが予測される
場合、大学入学財団がアビトゥーアの点数
及びアビトゥーア取得後経過した期間（待
機期間）に基づき、定員の40％を選考。残
り60％の入学定員は、各高等教育機関が
アビトゥーア試験の成績、面接等により独
自に選考。

原則として、バカロレア取得者は
希望する大学の第１期課程に無
選抜で入学できる。

主としてＧＣＥ・Ａレベル試験の成
績により決定。他には、中等学校
からの内申書や面接結果も考慮。

開放型：ハイスクール卒業あるいはそれと同等の資格を持つ者は
すべて入学可能（短期大学等）。

基準以上入学型：主としてハイスクールの成績とＳＡＴやＡＣＴの結
果に基づき一定の基準に達している者は入学可能（多くの州立大
学）。

競争型：ＳＡＴ、ＡＣＴの得点及びハイスクールの成績に加え、小論
文や面接などを課し、多様な基準に基づき総合的に判定（有名私
立大学等） 。

国公立：大学入試センター試験と
個別大学の入試により選考。

私立大学：個別大学の入試によ
り選考（大学入試センター試験を
利用する場合もある）。

この他、推薦・ＡＯ入試など学力
試験を課さない入試もある。

大学入学資格 アビトゥーア

バカロレア
※グランゼコール入学はバカロレア取
得後、リセ付設の準備級を経て各学
校入学者選抜合格が必要（準備級を
経ずに直接入学する学校も一部ある）。

大学がそれぞれが定める
※通常は、義務教育修了時（16歳）に
受験するＧＣＳＥで１～数科目をＣ以
上、後期中等教育修了時（18歳）に受
験するＧＣＥ・Ａレベルで２・３科目に合
格していること。

大学それぞれが定める
※通常はハイスクール卒業あるいはそれと同等（ＧＥＤ合格など）の資格。

高等学校、中等教育学校の卒業
又は12年間の正規の学校教育
の修了

大学進学のための後期
中等教育修了要件

アビトゥーア取得
※ギムナジウムにおいて履修要件・成績要
件を満たした上でアビトゥーア試験を受験。
平常成績と試験結果を総合判定。

バカロレア取得
※普通バカロレア及び技術バカロレア
は、リセ第2学年終了時に予備試験、
第3学年終了時に本試験を受験し、平
均10点以上で合格すること。

- 主に各州で定める修了要件単位の取得
※ニューヨーク州のように統一試験を課している場合もある。

高等学校において所定の課程を
修了（修了試験はない）

共通試験 アビトゥーア試験 バカロレア試験 ＧＣＥ・Ａレベル ＳＡＴ ＡＣＴ 大学入試センター試験

試 験 回 数 ・ 時 期

１回。２～４月（記述式）と３～６月（口
述式）
※不合格の場合は留年して次年度受験す
る（２回しか受験できない）。

１回。６月
※不合格となった場合は基本は留年
し、次年度受験する（受験回数に制限
はない）。

２回。５～６月、１月
※現役生は通常５～６月の試験を受
験。

７回(10、11、12、1、3、5、6月) 6回（9、10、12、2、4、6月） １回。１月(+追試験)

受 験 年 齢
18歳時が基本だが、年齢制限は特段
ない。

18歳時が基本だが、年齢制限は
特段ない。

18歳時が基本だが、年齢制限は
特段ない。

年齢制限はない。 年齢制限はない。 高校卒業見込み者。

解 答 方 式記述式＋口述式 記述式＋口述式 記述式
マークシート式＋記述式（エッセ
イ）

マークシート式＋記述式（エッセ
イ、ただしオプション）

マークシート方式

設 定 科 目 数

州により異なる。
※３領域(言語・文学・芸術／社会科学／数
学・自然科学・技術）から５科目又は４科目
を選択。うち１科目は口述試験。

取得を目指すバカロレアの種類
により異なるが、リセ（高校）で学
習した科目を網羅。
※普通（3コース）及び技術（8コース）
は予備試験と本試験で必修10科目程
度と自由選択２科目。職業（80以上の
専門領域）は必修７科目と自由選択１
科目。

実施団体ごとに異なるが、全体で
100科目以上
（Edexcelの2010年度実施予定の
事例：36科目)
※通常３科目程度を選択。

３領域(言語能力／ライティング
／数学能力）

４領域
（英語／数学／読解／サイエン
ス）

６教科29科目
５分野(英語／歴史・社会学／数
学／自然科学／外国語［リー
ディング、リスニング］)２０種類
※難関大学において２科目程度必要。

実 施 主 体各州教育担当省 国民教育省
政府から独立した試験実施機関
（Examining Board）

実施主体であるＣｏｌｌｅｇｅ
ＢｏａｒｄがＥＴＳに委託

ＡＣＴ Inc 独立行政法人大学入試センター

○国際バカロレア（ＩＢ）は、国際バカロレア機構（ＩＢＯ：本部ジュネーブ）が実施する国際的な教育プログラムであり、
グローバル人材を育成する有用なツールの一つ。

○このうち、１６歳～１９歳を対象としたディプロマプログラム（ＤＰ）は、所定のカリキュラムを履修し、最終試験に合格
することで、国際的に通用する大学入学資格（IB資格）を取得できるプログラムであり、世界の主要な大学において

入学選考等に広く活用。
※この他、３～１２歳を対象としたプライマリー・イヤーズ・プログラム（ＰＹＰ）、１１～１６歳を対象としたミドル・イヤーズ・プログラム（ＭＹＰ）がある。

○現在、我が国におけるＩＢの普及・拡大に向けて、以下の取組が実施。

・国際バカロレア日本語デュアルランゲージディプロマ（「日本語ＤＰ」）の開発・導入（5７百万円）
平成２５年度から、国際バカロレア機構との協力の下、ＤＰの科目の一部を日本語でも

実施可能とする「日本語ＤＰ」の開発・導入に着手。

・「国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマ連絡協議会」
東京学芸大学を中心とした、ＩＢに関心を有する高校等の連携・情報共有の場。

・「国際バカロレア日本アドバイザリー委員会」の設置
高校・大学・経済界等の有識者が、我が国におけるＩＢの普及について議論。ＩＢＯが設置。

国際バカロレア（ＩＢ）について

現状等

○平成２６年度においては、我が国におけるＩＢの実施に必要な環境整備を図るとともに、更なる
普及・拡大の加速のため、以下の取組を実施。

今後の取組

「日本再興戦略‐JAPAN is BACK-」 （平成２５年６月１４日閣議決定）
・ 一部日本語による国際バカロレアの教育プログラムの開発・導入等を通じ、国際バカロレア認定校等の大幅な増加を目指す（２０１８年までに２００校）

日本語ＤＰによるＩＢ校認定スケジュール（最短ケース）

・平成２５年１０月
ＩＢＯに対し、最初の日本語ＤＰによる候補校申請

・平成２７年 ２月頃
ＩＢＯから、最初の日本語ＤＰによるＩＢ校認定

・平成２８年 ４月
最初の認定校で、２年生より日本語ＤＰ課程開始

・平成２９年１１月
同校で、３年生がＩＢ試験受験

・平成３０年３月
同校から、３年生が卒業

※（）内は日本国内の学校数。
H25年9月現在、日本のDP認定校数は18校（うち一条校は5校）。

【国内におけるＩＢの普及】

・大学等におけるＩＢ資格の評価
・活用に関する調査研究

【日本語ＤＰの一層の推進】

・日本語ＤＰの開発強化
（日本語ＤＰ科目の充実）

・ＩＢ教員養成研修（ワークショップ）
の実施

（平成２６年度概算要求額 ８７百万円）

国際バカロレアの推進
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スーパーサイエンスハイスクール（SSH）

管理機関
（教育委員会、学校法人、国立大学法人）

研究機関
民間企業 等

地域の
他の高等学校

●学習指導要領によらないカリキュラムの開発・実践
●観察・実験等を通じた体験的・問題解決的な学習

●課題研究の推進
●創造性豊かな科学技術関係人材の育成を図る指導方法

の研究・蓄積
●「科学の甲子園」や国際的な科学技術コンテスト等への

積極的な参加 等

指導・助言等

連携

成果の
普及

連携

連携・協力

●SSH研究開発に対する
経費支援

●生徒研究発表会の開催
●SSHの成果の普及

等

文部科学省

支援

学校の指定（５年間）
指導・助言・評価

大学

●SSHへの研究者・
技術者の派遣

●大学における体験
授業の実施

●入試の改善による
生徒の学習内容の
適切な評価 等

178校 平成25年度 201校に拡大
平成24年度

大学

●SSHへの研究者・技
術者の派遣

●大学における体験
授業の実施

●入試の改善による
生徒の学習内容の
適切な評価 等

・「科学技術基本計画」 （平成23年8月19日閣議決定）
国は、次代を担う科学技術関係人材の育成を目指すスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）への支援を一層充実するとともに、その成果

を広く他の学校に普及するための取組を進める。

方

針

概

要

将来の国際的な科学技術関係人材を育成するために、先進的な理数系教育を実施する高等学校等をスーパーサイエンスハイスクール
（SSH）として指定して支援を実施

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）

「大学における教育内容等の改革状況について」より作成

①高校生が大学教育に触れる機会の提供（平成23年度）①高校生が大学教育に触れる機会の提供（平成23年度）

高校生が大学教育に触れる機会の提供

②入学前の既修得単位の認定②入学前の既修得単位の認定

高校在学時に取得した既修得単位の認定高校在学時に取得した既修得単位の認定

現在、高校生が大学の科目等履修生として大学の授業科目を受講する取組も広がっており、その成果として取得した大学の単位は大学入学後
に既修得単位として認定を受けることも可能である。

高等学校と大学との連携の状況

36
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53

76
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127

146
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539

280
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196
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698

0 200 400 600

大学教員が高校へ出向き定期的に行う

講義または授業

大学教員が高校へ出向き行う講演等

大学において行う、高校生を対象とした、

大学教員による講演等

高校生を対象とした、公開講座の開催

高校生を対象とした、大学の通常授業の履修

高校生を対象とした体験授業の開催

オープンキャンパス等

国立 公立 私立

61 

69 

73 

1,342 

1,842 

2,021 

0 500 1,000 1,500 2,000

平成20年度

平成21年度

平成23年度

大学数 学生数

※平成22年度については、東日本大震災の影響を考慮し、調査を実施していない。
※平成23年度の値については速報値。

(大学数)
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（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について」

補習授業を実施している大学数は、平成23度で347校・全体の約46％であり、平成13年度の2.1倍に増加。

[参考] 補習授業： 卒業要件としての履修単位の範囲外の、本来高等学校レベルで実施すべき教育内容を扱う授業等を行うこと。

補習授業の実施状況
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平成13年度
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※平成22年度については、東日本大震災の影響を考慮し、調査を実施していない。
※平成23年度の値については速報値。

(大学数)

４年制大学への編入学者数の推移

年度
区分 19 20 21 22 23 24

編入学受入数 14,650 13,249 12,549 11,837 10,585 10,006 

短期大学卒業者 8,943 7,701 7,062 6,714 5,839 5,610 

高等専門学校
卒業者 2,998 2,911 2,977 2,898 2,769 2,539 

専修学校(専門課程)
卒業者 2,709 2,637 2,510 2,225 1,977 1,857 

（参考）

短期大学卒業者数 92,100 83,900 78,056 71,394 66,871 65,682 

大学入学者数
（学部） 613,613 607,159 608,730 619,119 612,858 605,390 

(注) １ 「編入学受入数」 とは、当該年度に大学が受け入れた編入学者数で過年度卒業者を含む。

２ 「短期大学卒業者数 （参考）」 とは、当該年度の前年度３月の卒業者数。

（出典）文部科学省「学校基本調査」 26



※短期大学卒業者数に占める編入学者数の割合。
※当該年度に４年制大学が受け入れた編入学者数で過年度卒業者を含む。
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（１）目的 精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導すること（学校教育法第58条）

（２）修業年限 １年以上

（３）入学資格 高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定める
ところにより、これと同等以上の学力があると認められた者

（４）設置基準 専攻科の編制、施設、設備等については、高等学校設置基準によらなければならない。ただし、
教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科の編制、施設及び設備に関し、
必要と認められる範囲内において、高等学校設置基準に準じて、別段の定めをすることができる。

（５）設置数

＜専攻科における設置目的＞

各専攻科の主たる設置目的は、「資格取得」、「高度な技術など専門教育の深化」等となっている。（文部科学省調査）

※学校基本調査
(平成２４年度)
から作成

〔主な取得資格の例〕

農業科･･･家畜人工授精師、造園技能士

工業科･･･第一種電気工事士、二級建築士、

二級自動車整備士

商業科･･･簿記検定１級、情報処理技術者試験

水産科・・・三級海技士、一級小型船舶操縦士

家庭科･･･調理師

看護科･･･看護師国家試験受験資格

福祉科･･･介護福祉士国家試験受験資格

普通科 農業 工業 商業 水産 家庭 看護 情報 福祉 合計

当該学科を設置する
高校数(Ａ) 3,857 311 550 677 42 285 95 29 102 5,948 

専攻科を設置する
高校数(Ｂ) 3 7 19 1 26 3 76 0 3 138 

専攻科の在籍生徒数 125 230 468 19 545 138 6,726 0 82 8,333 
設置割合(B/A) 

(%) 0.1% 2.3% 3.5% 0.1% 61.9% 1.1% 80.0% 0.0% 2.9% 2.3%
※ 通信制課程は除く。

高等学校専攻科の概要 ①

＜専攻科における教育の例＞

○ 看護に関する専攻科
高校（本科）では准看護師の受験資格を得ることができ、
専攻科では看護師の受験資格を得ることができる。

専攻科のみの課程と平成14年に創設された５年一貫
の看護師課程がある。
① 高等学校を卒業した准看護師が看護師資格を目指す

看護師２年課程（専攻科２年間）
② ５年一貫看護師課程（本科３年間＋専攻科２年間）

○ 水産に関する専攻科
高校（本科）では５級、４級海技士の資格の取得を目指し、
専攻科では３級海技士の資格の取得を目指す。

３級海技士免許取得には、高等学校では専攻科の課程を
含め５年以上とされている。（本科３年間＋専攻科２年間）

※海技士：船舶職員（航海士、機関士等）となるために
必要な資格。
主として、５級、４級海技士の資格は国内航海、
３級の資格は国際航海

大 専
学 修 短 専

学 期 修 高 短 専
校 大 学 校 期 修

学 校 専 大 学
攻 学 校
科

中 普 総 他 看
等 通 合 の 護
教 科 学 専 進 准
育 科 門 学 看
学 学 課 護
校 科 程 師

養
成
所

中学校(中等教育学校の前期課程を含む）

国 家 試 験

看　護　師

４年
３年

２年

准看護師

２年

知事試験
准
看
護
師
課
程

看護に関する学科

高 等 学 校

5
年
一
貫
看
護
師
課
程

（参考） 看護師養成教育の概要

高等学校専攻科の概要 ②
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教育再生実行会議委員による 
有識者ヒアリング及び視察 

 
【有識者ヒアリング】 

１．安西祐一郎 中央教育審議会高大接続特別部会長  

日  時：6月 6日（木）9:00-10:30 

主な議題：中央教育審議会高大接続特別部会の審議状況、 

高大接続の在り方等 

※ 提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai9/siryou.html 

２．荒井克弘 独立行政法人大学入試センター試験・研究統括官  

日  時：6月 29 日（水）17:00-18:15 

主な議題：諸外国の大学入学制度等 

※ 提出資料：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai10/siryou.html 

 

【視察】 

１．慶應義塾大学・湘南藤沢キャンパス 

日  時：7月 11 日（木）10:00～12:00 

特  色：我が国でいち早く AO入試を導入し（平成 2年度入学者向け入 

試より）、春学期・秋学期入学に柔軟に対応しながら、学生の 

多様性を重視した選考を試みている。AO入試では、受験生の関 

心領域や活動履歴などを、書類および面接等で審査し、きめ細 

かく受験生と大学のマッチングを図っている。 

視察内容：施設（ＡＯオフィス、特別教室、おいのり場、メディアセンタ 

ー）視察、慶應義塾大学関係者との懇談 

２．横浜サイエンスフロンティア高校 

日  時：7月 11 日（木）14:00-16:00  

特  色：慶應義塾大学、横浜国立大学、横浜市立大学との教育連携に関 

する協定に基づき、高校から大学につながる教育内容・方法の 

研究や高校への授業支援など、大学と高校との連携を推進。 

視察内容：授業（サイエンスリテラシーⅡ、英語、物理等）視察、施設（実 

験室、図書室、和田サロン会場等）視察、横浜サイエンスフロ 

ンティア高校関係者との懇談  

 

29



３．大学入試センター 

日  時：7月 25 日（木）10:00～11:45 

特  色：大学入学志願者の高校段階の基礎的な学習達成度を判定するこ 

とを主たる目的として大学が共同して実施する試験（大学入試 

センター試験）に関する問題作成や採点等の業務を実施。 

視察内容：施設（第 1作業室、OMR 室等）視察、大学入試センター関係者 

との懇談 

４．国際教養大学 

日  時：7月 31 日（水）13:15～16:00 

特  色：高等学校在学時の留学経験、国際バカロレア、英語小論文等を 

評価する AO・高校留学生入試、入学前のボランティア活動など 

を評価するギャップイヤー入試などを実施しており、一般入試 

も含め、その多くで TOEFL、英検、IELTS 等のスコア・等級を 

活用。 

視察内容：国際教養大学関係者との懇談、日米の学生によるプロジェクト 

調査結果・提案発表会視察、施設（図書館、言語異文化学習セ 

ンター、キャリア開発センター）視察 

５．東北大学 

日  時：8月 1日（木）12:20～14:40 

特  色：国立大学として初めて AO入試を実施した３大学のうちの一つ 

（平成 12 年度入学者向け入試～）。全学を挙げてのオープンキ 

ャンパスや出前授業など、高校教育をサポートし、受験生の学 

習意欲を喚起する高大連携活動を展開。その延長線上に独自の 

「学力重視の AO入試」を実施。入試広報から AO入試・一般入 

試を通じて「教育の一環としての入試」の構築を目指す。 

視察内容：施設視察（WPI-AIMR（原子分子材料科学高等研究機構））、東北 

大学関係者との懇談、東北大学女子大学院生（サイエンス・エ 

ンジェル）との懇談 

 

※ 配布・説明資料及び関係者からの主な意見： 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai11/siryou.html 
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教育再生実行会議の開催について

平成25年1月15日

閣 議 決 定

１．趣旨

21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実

行に移していくため、内閣の最重要課題の一つとして教育改革を

推進する必要がある。このため 「教育再生実行会議 （以下「会、 」

議」という ）を開催する。。

２．構成

（１）会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官及び文部科学大臣兼

教育再生担当大臣並びに有識者により構成し、内閣総理大臣

が開催する。

（２）内閣総理大臣は、有識者の中から、会議の座長を依頼する。

（３）会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

３．その他

、 、会議の庶務は 文部科学省その他の関係行政機関の協力を得て

内閣官房において処理する。
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教育再生実行会議 構成員 
（平成２５年６月２６日現在） 

安倍  晋三   内閣総理大臣 

菅   義偉   内閣官房長官 

下村  博文   文部科学大臣兼教育再生担当大臣 

（有識者） 

大竹  美喜   アフラック(ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社)創業者・最高顧問 

尾﨑  正直   高知県知事 

貝ノ瀨  滋   三鷹市教育委員会委員長 

加戸  守行   前愛媛県知事 

蒲島  郁夫   熊本県知事 

◎ 鎌田   薫   早稲田大学総長 

川合  眞紀     東京大学教授、理化学研究所理事 

河野  達信   全日本教職員連盟委員長 

佐々木 喜一   成基コミュニティグループ代表 

鈴木  高弘   専修大学附属高等学校理事・前校長 

曽野  綾子   作家 

武田  美保     スポーツ／教育コメンテーター 

○ 佃   和夫   三菱重工業株式会社相談役 

八木  秀次   高崎経済大学教授 

山内  昌之   東京大学名誉教授、明治大学特任教授 

座長◎、副座長○ 

（オブザーバー） 

遠藤  利明   衆議院議員 

富田  茂之   衆議院議員 
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